
平成7年10月24日第3種郵便物認可2012年2月10日発行（毎月1回10日発行)・通巻261号

2012

●⑭

5：津

声 司
夕 宅

喜募

no､261

二・毒．：ざ‐

≦董誉一＝

号母一一一

巨

碁

碧垂亀垂二毒

望皇室毒:::。--主

講演

宇宙慈悲篭置画歳児を我々:二与えたのか
音楽家/元埼玉県教育委員長松居和

壱璽襲尋茸 群雲蕊璽鶏雲皇青
Ｆ
↑

圏本の家庭を守る教育I情報誌



el･iChi2 February2012No､261 Come､↑s
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｢祈り心｣を持って歩もう

巻
頭
言筑波大学名誉教授

鈴木博雄

二
○
一
二
年
の
幕
が
開
き
、
人
々
は
世
界
平
和
の
祈

り
を
込
め
て
新
し
い
一
年
を
踏
み
出
し
た
。

昨
年
は
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
十

万
余
の
人
々
が
家
を
失
い
、
家
族
と
離
散
す
る
な
ど
苛

酷
な
一
年
を
過
ご
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
被
災
地
に
も

漸
く
復
旧
・
復
興
へ
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
・
過
去
の

苦
し
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
年
こ
そ
新
し
い

日
本
の
創
造
へ
と
前
を
向
い
て
歩
い
て
い
こ
う
。

し
か
し
、
冷
静
に
国
内
の
状
況
を
見
る
と
、
政
治
、

経
済
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
八
方
ふ
さ
が
り
の
閉
塞

感
が
感
じ
ら
れ
、
個
人
も
国
も
行
く
べ
き
方
向
す
ら
定

ま
ら
な
い
状
況
に
あ
る
・
そ
の
中
で
次
々
に
続
発
す
る

災
害
や
事
故
、
事
件
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に

ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
組

織
の
緩
さ
で
あ
る
。
個
人
が
障
碍
に
な
っ
て
い
る
の
な

ら
、
そ
の
個
人
を
取
り
替
え
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、

組
織
と
な
る
と
連
結
し
て
い
る
他
の
組
織
に
も
影
響
を

及
ぼ
す
の
で
、
う
か
つ
に
は
手
を
出
せ
な
い
。

そ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
組
織
が
時
勢
に
敏
速
に
対
応

で
き
な
く
な
る
・
こ
れ
が
官
僚
制
の
弊
害
な
ど
と
言
わ

れ
る
も
の
だ
が
、
個
々
の
官
僚
の
問
題
と
言
う
以
上
に
、

組
織
社
会
の
宿
命
的
な
弱
点
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
克
服
し
て
い
く
に
は
、
組
織
を
左
右
で
き
る

力
の
あ
る
個
人
に
頼
る
か
、
そ
れ
と
も
国
民
が
一
致
結

束
し
て
組
織
を
管
理
し
て
い
く
し
か
方
法
は
な
い
。
も

ち
ろ
ん
我
々
は
、
独
裁
に
通
じ
る
前
者
で
は
な
く
、
後

者
の
民
主
的
運
営
を
選
択
す
る
。

他
方
、
日
本
を
取
り
巻
く
世
界
の
情
勢
を
見
る
と
、
決
し
て
楽

観
で
き
な
い
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
金
正
日
総
書
記
死

去
後
の
北
朝
鮮
の
動
向
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
独
裁
者
が
死

亡
し
た
国
家
は
、
そ
の
後
継
者
が
ス
ム
ー
ズ
に
政
権
を
保
持
す
る

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
政
治
経
験
の
浅
い
、
若
い
金

正
恩
氏
が
後
継
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
円
滑
に
政
権
移
行
が

進
む
か
ど
う
か
、
今
後
、
中
国
の
動
き
を
含
め
て
、
何
が
起
き
る

か
予
断
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
事
態
の
推
移
は
日
本
と

し
て
も
、
安
閑
と
し
て
眺
め
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

朝
鮮
半
島
の
動
向
は
、
明
治
以
来
、
国
の
生
命
線
を
脅
か
す
も

の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
一
層
、
そ
の
厳
し
さ
を
増
し
て

き
た
わ
け
で
あ
る
。
日
本
と
し
て
は
、
米
国
、
韓
国
と
共
に
、
中

国
、
ロ
シ
ア
に
も
働
き
か
け
て
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
と
安
定
に
向

け
て
、
先
頭
切
っ
て
進
ん
で
い
く
気
概
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

田
心
》
つ
Ｏ

民
主
主
義
の
原
点
は
「
個
人
」
に
あ
る
。
民
主
主
義
社
会
に
お

い
て
平
和
を
維
持
、
推
進
し
て
い
く
こ
と
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り

の
平
和
へ
の
決
意
に
か
か
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
我
々
が
心
の
中

で
神
に
向
か
っ
て
、
日
々
、
平
和
の
祈
り
を
続
け
る
こ
と
が
人
類

平
和
へ
の
道
な
の
で
あ
る
。

そ
の
平
和
へ
の
道
は
、
ま
ず
「
汝
の
隣
人
を
愛
す
る
」
愛
の
道

か
ら
始
ま
る
。
新
年
に
際
し
て
、
こ
の
祈
り
心
を
持
っ
て
迎
え
た

い
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
平
和
と
繁
栄
は
、
こ
の
祈
り
心
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ

て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。



レ
ン
ト
フ
ェ
ア
ク
ロ
ス
法
案
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
二
十
一
歳
以
下
の
未
婚
の

女
性
が
子
ど
も
を
生
ん
だ
場
合
、
一
切

生
活
保
護
費
を
出
さ
ず
、
政
府
が
面
倒

を
見
る
と
い
う
法
案
で
す
。
孤
児
院
で

育
て
ば
、
犯
罪
者
に
な
っ
た
り
虐
待
さ

れ
る
確
率
は
低
い
。
し
か
し
こ
れ
で
は

親
心
が
育
ち
ま
せ
ん
。

な
ぜ
、
宇
宙
は
ゼ
ロ
歳
児
を
我
々
に

与
え
た
か
。
ゼ
ロ
歳
児
は
言
葉
を
話
せ

な
い
。
そ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
生

後
二
カ
月
、
三
カ
月
の
赤
ん
坊
の
笑
顔

を
見
た
人
間
は
自
分
が
善
い
人
間
だ
と

気
づ
い
て
う
れ
し
く
な
る
。
そ
の
笑
顔

を
五
、
六
人
の
大
人
た
ち
が
一
緒
に
見

て
い
る
と
心
が
ひ
と
つ
に
な
る
。
こ
れ

が
人
間
社
会
の
原
点
で
す
。
人
間
は
心

を
ひ
と
つ
に
す
る
の
が
好
き
な
の
で
す
。

教育再生への課題と展望

『
宇
宙
は
芯
ぜ
ゼ
画
歳
児
を
我
々
に
与
え
た
の
か
』

屯

人
間
の
善
性
を
引
き
出
す
「

と
い
う
素
晴
ら
し
い
営
み

子育てを通して我々は善性を引

き出され､紳の遺伝子がオンに

なる。それは宇宙が幼児に与え

た大切な天命だ。

米
国
で
三
十
年
、
家
族
崩
壊
し
て
ゆ

く
社
会
を
見
て
き
ま
し
た
。
米
国
で
は

子
ど
も
の
三
人
に
一
人
が
未
婚
の
母
か

ら
生
ま
れ
ま
す
。
二
十
人
に
一
人
が
生

涯
に
一
度
は
刑
務
所
に
入
り
、
少
女
の

流
人
に
一
人
、
少
年
の
七
人
に
一
人
が

近
親
相
姦
で
犯
さ
れ
て
い
る
社
会
で
す
。

近
親
相
姦
や
虐
待
で
傷
を
負
っ
た
少
年

少
女
た
ち
は
愛
と
か
緋
が
歪
ん
だ
形
で

出
て
く
る
場
合
が
多
い
。
忍
耐
力
の
な
い

若
い
未
婚
の
母
親
が
虐
待
の
サ
イ
ク
ル

を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
子
ど
も
は
本

来
一
人
で
育
て
る
の
は
無
理
な
の
で
す
。

十
二
年
前
、
米
阿
の
連
邦
議
会
に
夕

赤
ん
坊
の
笑
顔
が

人
の
心
を
一
つ
に
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宇
宙
が
幼
児
に

与
え
た
天
命

幼児は我々からやさしさ、忍耐

力、祈る力を引き出す

子
育
て
に
は
忍
耐
力
が
必
要
で
す
。
な

か
な
か
泣
き
止
ま
な
い
時
、
ど
う
す
る

か
。
私
が
体
験
で
悟
っ
た
の
は
、
無
心

に
抱
け
ば
赤
ち
ゃ
ん
は
泣
き
止
む
と
い

う
こ
と
で
す
。
言
葉
が
分
か
ら
な
い
生

後
七
カ
月
の
赤
ち
ゃ
ん
に
大
人
が
話
し

か
け
る
姿
は
、
ほ
と
ん
ど
独
り
言
で
す
。

こ
の
独
り
言
が
人
間
を
「
祈
り
」
の
世

界
に
導
い
て
ゆ
く
。
時
空
を
超
え
た
、
非

論
理
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生

き
て
ゆ
く
為
に
大
切
な
の
で
す
。

ど
こ
の
家
に
も
人
形
が
あ
る
。
な
ぜ

宇
宙
は
私
た
ち
に
ゼ
ロ
歳
児
を
与
え
た

の
か
。
ゼ
ロ
歳
児
や
人
形
は
、
ど
ち
ら

も
我
々
か
ら
や
さ
し
さ
、
忍
耐
力
、
祈

る
力
と
い
っ
た
、
善
い
人
間
性
を
引
き

出
し
作
り
出
す
。
私
た
ち
人
間
は
自
分

を
い
い
人
間
に
し
て
く
れ
る
も
の
た
ち

を
自
ら
生
み
出
す
、
創
り
出
す
。

ゼ
ロ
歳
児
、
一
歳
児
、
二
歳
児
、
そ

れ
ぞ
れ
に
大
切
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
二
歳
児
。
こ
の
非
論
理
的
で
理

不
尽
な
人
と
一
日
中
二
人
で
過
ご
す
の

は
大
変
で
す
が
、
小
学
校
一
年
生
の
女

の
子
が
加
わ
る
と
楽
し
い
時
間
に
な
る
。

年
齢
の
離
れ
た
紳
を
も
っ
て
い
れ
ば
人

類
は
大
丈
夫
。

ゼ
ロ
歳
か
ら
五
歳
ま
で
の
子
ど
も
の

発
達
は
、
人
類
の
進
化
を
み
る
よ
う
で

す
。
な
ぜ
言
葉
が
「
バ
ア
」
し
か
な
い

赤
ち
ゃ
ん
と
過
ご
す
と
、
平
和
の
時
間

に
な
る
の
か
。
相
手
（
赤
ち
ゃ
ん
）
の

気
持
ち
を
考
え
る
し
か
な
い
か
ら
で
す
。

5En-ichi2012､2

実
は
人
間
は
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
し

た
時
、
平
和
に
な
る
の
で
す
。
理
解
し

た
と
き
で
は
な
い
。
こ
ん
な
大
切
な
こ

と
を
○
、
一
、
二
歳
が
我
々
に
教
え
続

け
て
き
た
の
で
す
。

私
が
一
人
で
公
園
に
座
っ
て
い
た
ら

変
な
お
じ
さ
ん
で
す
が
、
二
歳
児
と
一

緒
に
い
た
ら
、
い
い
お
じ
さ
ん
で
す
。
二

歳
児
は
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
宇
宙
の
相

対
性
の
な
か
で
、
私
を
い
い
お
じ
さ
ん

に
し
て
し
ま
う
。
こ
ん
な
す
ご
い
連
中

は
い
な
い
・
幼
児
は
我
々
を
人
間
ら
し

く
す
る
、
い
い
人
間
性
を
引
き
出
し
、
紳

の
遺
伝
子
を
オ
ン
に
す
る
力
が
あ
る
の

で
す
。
宇
宙
が
幼
児
に
与
え
た
大
切
な

天
命
が
あ
る
の
で
す
。

米
国
で
は
、
親
に
よ
る
虐
待
で
一
年

間
に
九
十
万
人
が
病
院
に
担
ぎ
込
ま
れ

ま
す
。
親
に
虐
待
さ
れ
た
子
ど
も
の
人

生
は
悲
し
い
も
の
で
す
。
大
き
く
な
っ

て
人
と
の
信
頼
関
係
を
持
て
な
く
な
る
。

幼
児
虐
待
の
サ
イ
ク
ル
が
生
ま
れ
る
。
不

幸
な
家
庭
に
育
っ
た
少
女
が
暖
か
い
家

親
心
と
い
う
歯
車
が

消
え
て
い
く
不
幸



政府の｢エンゼルプラン｣は少

子化対策ではなく､女I性を働か

せる税収対策

庭
に
あ
こ
が
れ
、
未
婚
の
ま
ま
子
ど
も

を
生
む
こ
と
で
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う

と
す
る
。
幸
せ
に
な
り
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
、
幼
児
虐
待
の
連
鎖
と
い
う
不
幸

を
生
み
始
め
る
の
で
す
。
人
間
社
会
か
ら

親
心
と
い
う
歯
車
が
消
え
て
い
く
と
幸

せ
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
不
幸

を
生
み
始
め
る
。
こ
の
歯
車
は
絶
対
に

狂
わ
せ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

先
進
国
と
言
わ
れ
る
米
国
で
、
自
分

の
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
何
も

し
な
い
男
性
が
三
人
に
一
人
な
の
で
す
。

首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
市
で
は
大
人
の
男
性

が
い
な
い
家
庭
が
六
割
。
先
進
国
社
会

で
、
「
家
庭
を
持
つ
こ
と
、
子
ど
も
を
持

つ
こ
と
に
幸
せ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
空
気
が
一
気
に
崩
れ
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
は
五
○
％
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
は
六
○
％
が
未
婚
の
母
か
ら
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
毎
日
新
聞
の
福
祉
特
集

で
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
五
○
％
が
未

婚
の
母
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
、
そ
れ
は

福
祉
が
進
ん
で
い
る
か
ら
だ
」
と
、
未

婚
が
い
い
こ
と
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現

実
は
福
祉
が
進
む
と
家
庭
は
壊
れ
、
幼

児
虐
待
と
女
性
虐
待
が
爆
発
的
に
増
え

過
去
二
十
年
に
わ
た
り
、
政
府
は
保

育
を
雇
用
労
働
施
策
に
組
み
入
れ
、
親

に
代
わ
り
幼
児
を
社
会
（
保
育
園
）
で

育
て
る
政
策
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
現

在
も
、
保
育
者
が
足
り
な
い
状
況
の
中

で
、
五
年
以
内
に
も
う
二
十
五
万
人
未

満
児
を
あ
ず
か
る
施
策
が
提
案
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
、
ど
れ
ほ
ど
こ
の
国

を
傷
つ
け
、
将
来
の
負
担
に
な
る
か
、
想

像
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
。
「
社
会
で
子

育
て
」
「
シ
ス
テ
ム
で
子
育
て
」
。
こ
れ

で
は
、
ま
す
ま
す
社
会
に
人
間
性
が
育

た
な
く
な
る
。
幼
児
に
信
じ
て
も
ら
っ

て
人
間
の
人
生
が
定
ま
る
こ
と
を
思
い

出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
欧
米
は
進
ん
で
い
て
、
日
本
は
遅
れ

て
い
る
」
と
い
う
論
法
を
真
に
受
け
た

厚
生
労
働
省
の
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
。
全

国
の
保
育
者
が
「
こ
れ
以
上
預
か
っ
た

ら
親
が
親
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と

悲
鳴
を
上
げ
て
い
ま
す
。
八
時
間
保
育

が
十
一
時
間
開
所
に
な
り
、
一
気
に
長

て
い
く
の
で
す
。

「
親
が
親
で
な
く
な
る
」

政
策
が
進
ん
で
い
る

そ
れ
で
も
、
日
本
は
ま
だ
奇
跡
的
に

家
庭
が
良
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
未
婚

の
母
が
日
本
で
は
一
％
、
こ
れ
は
奇
跡

時
間
の
預
か
り
が
増
え
ま
し
た
。
保
育

や
福
祉
が
権
利
で
は
な
く
利
権
に
な
り

は
じ
め
て
い
る
。
親
た
ち
の
な
か
で
何

が
崩
れ
は
じ
め
て
い
る
の
か
、
行
政
も

政
治
家
も
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。

十
年
前
、
あ
る
園
長
が
「
エ
ン
ゼ
ル

プ
ラ
ン
は
虐
殺
プ
ラ
ン
だ
」
と
私
に
言

い
ま
し
た
・
少
子
化
対
策
で
は
な
く
、
子

ど
も
が
減
る
か
ら
女
性
を
欧
米
並
み
に

働
か
せ
て
税
収
を
増
や
そ
う
と
い
う
、
増

税
対
策
で
す
。
福
祉
に
よ
っ
て
家
庭
崩

壊
が
加
速
し
児
童
虐
待
が
急
増
し
、
い

ま
児
童
養
護
施
設
は
満
杯
で
す
。
ほ
と

ん
ど
が
親
に
よ
る
虐
待
。
週
末
お
む
つ

を
四
十
八
時
間
替
え
な
い
親
を
作
り
出

し
た
の
は
福
祉
で
す
。
福
祉
が
全
部
悪

い
と
言
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
福

祉
が
進
む
と
耐
人
間
社
会
か
ら
人
間
性
、

親
ら
し
さ
が
失
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。
非

常
に
危
機
的
な
状
況
ま
で
来
て
い
ま
す
。

受
験
勉
強
で
親
子
が

心
を
ひ
と
つ
に
す
る

6En-ichi2012､2



日本で親による子育てが

奇跡的に保たれているの

は｢祈り｣があるから

で
す
。
学
校
や
幼
稚
園
、
保
育
園
が
充

実
す
れ
ば
、
不
自
然
に
長
時
間
親
子
が

引
き
離
さ
れ
、
五
、
六
十
年
で
家
庭
は

崩
壊
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
欧
米
で

す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。

米
国
は
高
卒
者
の
二
割
が
読
み
書
き

が
で
き
ま
せ
ん
。
社
会
で
通
用
す
る
読

み
書
き
が
で
き
な
い
先
生
が
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。
日
本
は
子
ど
も
が
親
に
殺

さ
れ
る
確
率
は
米
国
の
五
十
分
の
一
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
犯
罪
率
は
日
本
の
三
十
倍

で
す
。日

本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
ま
だ
す
ば

ら
し
い
・
受
験
戦
争
も
親
が
子
ど
も
に

関
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
起
こ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
子

ど
も
に
教
え
る
こ
と
で
親
側
の
忍
耐
力

で
不
自
由
に
な
る
こ
と
。
人
間
は
不
自

由
に
な
る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
て
き
た
。

そ
れ
を
「
紳
」
と
呼
び
ま
す
。

不
自
由
な
こ
と
が
い
け
な
い
と
し
た

ら
、
子
ど
も
は
生
め
な
い
で
し
ょ
う
。
な

ぜ
宇
宙
は
一
人
で
生
き
ら
れ
な
い
絶
対

的
弱
者
、
ゼ
ロ
歳
児
を
人
類
に
与
え
続

け
る
の
か
・
宇
宙
は
「
不
自
由
に
な
れ
、

幸
せ
に
な
れ
」
と
言
っ
て
私
た
ち
に
ゼ

ロ
歳
児
を
与
え
て
き
た
の
で
す
。
親
た

ち
が
子
ど
も
に
自
由
を
奪
わ
れ
、
善
い

人
間
性
を
引
き
出
し
て
も
ら
う
こ
と
で

幸
せ
を
感
じ
る
。
子
育
て
は
選
択
肢
が

な
い
か
ら
、
育
ち
あ
う
、
育
て
あ
う
し

か
な
い
。
選
択
肢
が
な
い
こ
と
が
人
間

を
安
心
さ
せ
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
た

め
に
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
に
は
時
空
を
超
え
た
世
界
が
あ
る
。
そ

の
出
発
点
は
幼
児
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
あ
る
。
親
が
子
ど
も
を
育
て

る
こ
と
は
、
人
間
の
本
能
と
意
思
が
そ

れ
を
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
幼
児
が

親
を
育
て
る
風
景
は
、
宇
宙
の
意
思
、
姿

が
そ
こ
に
現
れ
る
。

大
切
な
の
は
「
祈
り
」
と
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
人
間
は
祈
り
で

自
ら
の
精
神
的
健
康
を
保
つ
よ
う
に
な
っ

「
不
自
由
に
な
る
」
こ
と

に
幸
せ
を
感
じ
る

勢“勢“
鰯ilII樽 1劃‐q

と

1劃‐q
と

蕊
議 鰻 ﾛ1

噴下

卦巽竜

が
つ
き
、
人
間
性
が
育
つ
・
学
校
で
習
っ

た
こ
と
は
忘
れ
ま
す
が
、
受
験
戦
争
で

苦
労
し
た
こ
と
は
覚
え
て
い
ま
す
。
役

に
立
た
な
い
よ
う
に
思
え
る
受
験
勉
強

に
、
親
子
が
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
取
り

組
む
の
が
い
い
。
子
育
て
は
一
生
懸
命

や
っ
て
、
あ
と
は
祈
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
親
心
を
育
て
る
の
で
す
。

あ
る
母
親
が
「
叱
ら
な
い
子
育
て
』
と

い
う
本
を
読
ん
で
、
そ
の
通
り
に
や
っ

た
ら
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
っ
た
と
い
う
話

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
本
末
転
倒
。
母

親
が
健
康
で
元
気
で
あ
る
こ
と
が
子
育

て
に
は
一
番
重
要
で
す
。
母
親
が
元
気

な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
子
育
て
は
大
丈

夫
で
す
。
父
親
の
子
育
て
の
役
割
の
八

割
は
、
母
親
の
健
康
を
保
つ
こ
と
。
そ

の
た
め
に
第
一
は
給
料
を
毎
月
入
れ
る

こ
と
。
日
本
の
父
親
は
奇
跡
的
に
ま
だ

よ
く
や
っ
て
い
ま
す
。

小
学
校
や
中
学
校
で
自
由
が
い
い
と

教
え
た
ら
、
不
自
由
が
い
け
な
い
こ
と

に
な
る
。
と
こ
ろ
が
結
婚
は
自
ら
進
ん

7En-jchj2012,2



｢一日保育者体験｣で親の
気持ちが感謝に変わる

E"ichi201228

て
い
ま
す
。
学
問
が
普
及
す
る
と
正
解

が
あ
る
と
思
う
か
ら
、
日
常
か
ら
祈
り

が
消
え
る
。
子
育
て
に
正
解
は
な
い
・
祈

ら
な
い
と
つ
ら
く
な
る
。
日
本
は
な
ぜ

親
に
よ
る
子
育
て
が
ま
だ
奇
跡
的
に
保

た
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
祈
り
が
あ

る
か
ら
で
す
。
神
社
の
絵
馬
を
見
れ
ば

七
割
が
受
験
が
ら
み
。
受
験
は
人
々
を

祈
り
に
向
か
わ
せ
る
、
だ
か
ら
受
験
は

す
ば
ら
し
い
。
日
本
に
は
仏
教
の
利
他

の
土
壌
が
活
き
て
い
て
、
そ
れ
が
親
心

を
育
て
る
の
で
す
。

二
十
五
年
間
、
幼
稚
園
と
保
育
園
で

二
日
保
育
者
体
験
」
を

日
本
の
常
識
に

子
育
て
の
話
を
し
て
い
ま
す
が
、
全
国

に
私
が
師
匠
と
呼
ぶ
園
長
先
生
が
お
ら

れ
ま
す
。
あ
る
園
長
は
、
ゼ
ロ
歳
児
か

ら
預
け
よ
う
と
す
る
母
親
に
「
い
ま
預

け
た
ら
、
年
と
っ
て
預
け
ら
れ
ち
ゃ
う

よ
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
保
護
者
と

の
信
頼
関
係
を
本
気
で
作
ろ
う
と
し
て

い
な
け
れ
ば
言
え
ま
せ
ん
。
す
ば
ら
し

い
親
育
て
の
保
育
園
で
す
。
保
育
園
は

子
育
て
支
援
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
子
育
て
代
行
を
し
て
い
る
の
で
す
。

代
行
す
る
な
ら
相
互
に
信
頼
関
係
が
な

い
と
子
ど
も
は
天
命
を
果
た
し
た
こ
と

｢一日保育士体験」に取り組んでいる「親心を育む

会」のホームページ（http://www､ac,auone-netjp／
%7eoya-hug/index,html）

に
な
ら
な
い
。

生
後
二
カ
月
の

笑
顔
を
思
い
出

し
て
く
だ
さ
い
。

幼
児
は
私
た
ち

の
心
を
一
つ
に

す
る
た
め
に
存

在
す
る
の
で
す
。

い
い
保
育
士

は
、
子
ど
も
が

初
め
て
歩
い
た

瞬
間
を
見
て
も
、

親
に
は
「
も
う

す
ぐ
歩
け
る
よ

私
は
三
年
前
、
園
長
と
保
育
者
二
十

名
で
「
親
心
を
育
む
会
」
と
い
う
勉
強

会
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
生
ま

れ
た
の
が
「
一
日
保
育
者
体
験
」
で
す
。

年
に
一
日
、
園
で
親
が
八
時
間
園
児
に

囲
ま
れ
て
過
ご
す
。

「
一
日
保
育
者
体
験
」
で
親
は
ず
い
ぶ

ん
変
わ
り
ま
す
。
親
た
ち
の
感
想
文
を

見
る
と
、
八
時
間
も
園
で
子
ど
も
と
つ

き
あ
う
と
、
七
、
八
割
の
親
の
気
持
ち

が
感
謝
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
父
親
た

ち
は
、
自
分
の
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
他

の
子
ど
も
た
ち
も
喜
ん
で
く
れ
る
の
に

気
づ
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
他
の
子
ど

も
に
も
責
任
が
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に

な
る
の
で
す
。
ま
る
で
部
族
の
感
覚
で

す
。
こ
の
親
た
ち
の
感
謝
の
気
持
ち
が

う
に
な
り
ま
す
ね
」
と
言
う
の
で
す
。
子

ど
も
が
初
め
て
歩
く
瞬
間
を
親
に
ど
う

返
し
て
や
る
の
か
、
そ
れ
が
保
育
の
役

割
な
の
で
す
。
保
育
士
は
子
ど
も
た
ち

の
幸
せ
は
親
子
関
係
に
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
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保
育
園
や
学
校
を
支
え
る
。
紳
を
再
生

す
る
た
め
に
は
、
部
族
の
感
覚
を
取
り

戻
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
心
を

育
む
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
人
生
が

変
わ
っ
て
ゆ
く
親
た
ち
の
感
想
文
が
何

百
と
載
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
読
ん
で

み
て
く
だ
さ
い
。

埼
玉
県
で
は
、
．
日
保
育
者
体
験
」

を
三
年
以
内
に
す
べ
て
の
保
育
園
、
幼

稚
園
で
実
践
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い

ま
す
。
品
川
区
で
も
全
公
立
保
育
園
、
幼

稚
園
で
始
め
ま
し
た
。

「
一
日
保
育
者
体
験
」
で
、
保
育
園
は

い
つ
で
も
親
に
見
せ
ら
れ
る
保
育
を
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
日
本
の
常
識

に
し
た
と
き
、
日
本
は
変
わ
り
ま
す
。

子
育
て
は
学
問
の
領
域
で
は
な
く
、
祈

り
の
領
域
で
す
。
親
に
子
ど
も
に
関
心

が
あ
れ
ば
そ
の
関
心
は
全
て
尊
い
。
怖

い
の
は
親
が
子
ど
も
に
無
関
心
に
な
る

こ
と
で
す
。
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
「
愛

の
反
対
に
あ
る
の
は
無
関
心
」
だ
と
言

い
ま
し
た
。
無
関
心
こ
そ
が
人
類
に
と
っ

て
致
命
的
。
す
べ
て
の
人
間
関
係
は
双

方
向
の
育
て
合
い
だ
か
ら
で
す
。

二
十
四
時
間
の
お
泊
り
保
育
で
親
を

引
っ
張
り
だ
す
と
、
男
の
人
生
観
、
幸

せ
の
モ
ノ
サ
シ
が
百
八
十
度
変
わ
り
ま

す
。
今
ま
で
オ
フ
だ
っ
た
遺
伝
子
が
音

を
た
て
て
オ
ン
に
な
る
。
幼
児
を
眺
め

る
と
人
間
は
自
分
は
い
つ
で
も
幸
せ
に

な
れ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
宇
宙
は
全

員
が
幸
せ
に
な
れ
る
方
法
を
用
意
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
、
繰
り
返
し
そ
の
方

法
を
伝
え
て
き
た
の
が
、
集
団
で
遊
ん

で
い
る
幼
児
た
ち
で
す
。

島
根
県
の
あ
る
園
長
先
生
が
、
三
Ｈ

間
の
保
育
士
体
験
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

小
史
局
校
生
の
感
想
文
を
見
る
と
、
「
シ
ャ

ボ
ン
玉
を
や
っ
て
あ
げ
た
。
僕
は
面
白

く
な
か
っ
た
。
で
も
小
さ
い
子
が
楽
し

そ
う
に
し
て
い
た
の
が
嬉
し
か
っ
た
」
と

書
い
て
い
ま
す
。
純
粋
な
喜
び
方
を
す

る
幼
児
を
通
し
て
、
生
き
る
力
を
与
え

ら
れ
る
の
で
す
。
あ
る
小
学
生
は
「
お

ん
ぶ
や
抱
っ
こ
を
し
て
本
当
に
疲
れ
た
。

で
も
僕
も
昔
こ
う
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
」
と

書
い
て
い
ま
す
。
人
間
が
絶
対
に
一
人

で
は
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
幼
児
を
通

し
て
思
い
出
す
。
こ
れ
が
人
間
社
会
の

本
当
の
紳
で
す
。

日
本
は
子
ど
も
の
楽
園

渡
辺
京
二
の
『
逝
き
し
世
の
面
影
』
（
平

凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
と
い
う
本
に
、
「
中

国
や
イ
ン
ド
を
知
っ
て
い
る
欧
米
人
が

日
本
を
見
て
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
呼
ん
だ
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
と
い
う
国
は

儒
教
の
国
で
も
侍
の
国
で
も
な
い
・
子

ど
も
を
拝
ん
で
生
き
て
い
る
、
子
ど
も

の
楽
園
、
子
ど
も
中
心
の
社
会
だ
っ
た

の
で
す
。

砂
場
で
遊
ぶ
三
歳
児
、
四
歳
児
を
見

て
い
る
と
本
当
に
幸
せ
そ
う
で
す
。
彼

ら
は
「
頼
り
き
っ
て
い
る
、
信
じ
き
っ

て
い
る
、
そ
し
て
幸
せ
そ
う
」
。
こ
れ
は

宗
教
が
求
め
る
人
間
の
姿
で
す
。
私
は
、

四
歳
く
ら
い
の
一
番
幸
せ
そ
う
な
人
、
幸

せ
に
な
る
の
が
上
手
な
人
が
「
完
全
な

人
」
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
完

全
な
人
、
完
成
し
て
い
る
人
た
ち
は
一

人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
お
互
い
に
育

て
あ
い
、
育
ち
合
う
し
か
な
い
。
こ
れ

が
子
育
て
と
い
う
す
ば
ら
し
い
仕
組
み

で
す
。
幼
児
と
い
う
絶
対
的
弱
者
が
我
々

か
ら
善
い
人
間
性
を
引
き
出
し
て
く
れ

る
。
こ
れ
が
人
間
の
美
し
さ
だ
と
思
い

ま
す
。
回

側
一
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
誰
波
よ
り

（
二
○
一
一
年
十
二
月
二
十
三
Ⅲ
）
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米
国
で
の
結
婚
に
対
す
る
社
会
通
念

の
変
化
が
顕
著
に
な
っ
た
の
は
、
「
セ
ッ

ク
ス
・
レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」
（
性
革
命
）

思
想
が
横
行
し
始
め
た
一
九
七
○
年
代

前
半
か
ら
だ
。
こ
の
思
想
は
、
「
男
女
の

性
的
活
動
は
、
結
婚
や
性
別
に
縛
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」
と
訴
え
、
同
国
の

家
族
の
在
り
方
を
大
き
く
変
え
る
「
地

層
崩
壊
」
を
引
き
起
こ
し
た
。
離
婚
率

の
急
増
と
非
婚
（
同
棲
）
カ
ッ
プ
ル
の
常

態
化
、
こ
の
二
つ
の
現
象
に
伴
う
両
親

が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
子
供
の
増
加
が
そ

れ
に
あ
た
る
。

結
婚
に
対
す
る
概
念
の
変
容
は
、
結

婚
自
体
の
持
っ
て
い
る
本
質
・
社
会
的

な
影
響
力
を
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
な

ど
限
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
す
で

に
、
「
結
婚
」
と
は
「
で
き
れ
ば
、
す
る

に
越
し
た
こ
と
は
な
ど
も
の
で
、
「
必

ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
は

な
い
。
米
統
計
当
局
の
報
告
で
は
、
二

○
○
八
年
以
降
、
全
米
の
成
人
で
法
的

婚
姻
状
態
に
あ
る
女
性
の
割
合
は
過
半

結
婚
保
護
運
動
が

政
策
に
大
き
な
影
響

数
を
切
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
状
況
は
悪

化
す
る
ば
か
り
だ
。

一
方
、
婚
姻
制
度
の
復
興
に
力
を
注

ぐ
動
き
も
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

度
々
紹
介
し
た
「
結
婚
保
護
運
動
」
や

「
結
婚
教
育
運
動
」
だ
。
こ
の
運
動
は
、

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
か
ら
現
在
の
オ
バ
マ

政
権
に
至
る
ま
で
、
連
邦
政
府
の
社
会

10
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政
策
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い

る
が
、
近
年
そ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま

り
つ
つ
あ
る
。

民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
ア
メ
リ
カ
価

値
研
究
所
」
と
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
「
家

庭
生
活
・
結
婚
研
究
所
」
が
昨
年
出
版

し
た
『
な
ぜ
結
婚
が
重
要
な
の
か
』
は
、

こ
う
し
た
結
婚
保
護
運
動
の
一
般
解
説

同棲などの事実婚、シングルペアレント（ひとり

親）の増加など、法的婚姻制度の形骸化が進む米

国。だが近年の研究では、婚姻の形態が個人や家

庭、社会に及ぼす影響が全く違うことが明らかに

なっている。ジャーナリスト・内田宏

『
な
ぜ
結
婚
が
重
要
な
の
か
』
で
は
、

第
一
版
、
第
二
版
で
、
家
族
構
成
員
が

離
婚
で
こ
う
む
る
精
神
的
・
経
済
的
ダ

メ
ー
ジ
、
ひ
と
り
親
家
庭
に
お
け
る
親

子
の
問
題
、
ま
た
社
会
自
体
の
経
済
的

疲
弊
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に

第
三
版
で
は
、
最
近
の
統
計
か
ら
「
同
棲

家
庭
で
子
育
て
を
す
る
こ
と
は
、
子
供

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
ケ
ー
ス
が

多
い
」
と
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

同
著
で
は
、
婚
姻
届
を
出
す
理
由
と

し
て
、
三
十
の
答
え
を
並
べ
る
。
そ
の

理
由
の
多
く
は
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き

た
こ
と
だ
が
、
情
緒
的
な
説
明
で
終
わ

ら
せ
て
は
い
な
い
・
統
計
や
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
を
基
に
し
た
社
会
学
的
分
析
で
、

本
と
し
て
、
多
く
の
米
市
民
に
読
ま
れ

て
き
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
・
同
著
は
、
結

婚
の
在
り
方
を
説
き
、
そ
の
利
益
を
心

理
学
的
・
社
会
学
的
な
観
点
で
説
明
。
初

出
は
二
○
○
二
年
に
出
版
さ
れ
、
版
を

重
ね
て
、
昨
年
は
改
訂
版
と
し
て
第
三

版
が
書
店
に
並
ん
だ
。

「
同
棲
は
子
供
の
健
全
な

育
成
を
阻
害
す
る
』

En-jchi2012‘2



結
婚
の
重
要
性
を
解
説
。
よ
り
科
学
的

に
論
理
づ
け
る
こ
と
で
、
説
得
力
の
あ

る
も
の
に
し
て
い
る
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
「
同
棲
と
結
婚
を

比
べ
る
と
、
結
婚
の
方
が
得
ら
れ
る
も

の
が
多
い
」
と
い
う
見
方
は
、
あ
る
意

味
当
然
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
な
ぜ

そ
う
な
の
か
と
聞
か
れ
る
と
、
し
っ
か

り
と
説
明
で
き
る
人
は
多
く
な
い
。
こ

の
『
な
ぜ
結
婚
が
重
要
な
の
か
』
で
は
、

統
計
や
研
究
を
参
考
資
料
と
し
て
紹
介

し
、
「
結
婚
し
て
い
る
男
女
の
方
が
、
経

済
的
安
定
と
同
様
、
心
身
と
も
に
安
定

し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

言
い
切
る
。

同
著
は
、
経
済
的
・
親
の
子
供
へ
の

関
わ
り
方
の
度
合
い
を
考
慮
に
入
れ
て

も
、
生
み
の
親
が
そ
ろ
っ
て
い
る
一
般

家
庭
よ
り
も
、
同
棲
家
庭
の
方
が
「
行

動
的
に
も
感
情
的
に
も
問
題
の
あ
る
子

供
が
育
つ
」
傾
向
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
、
「
ひ
と
り
親
・
同
棲
家
庭
で
の

就
学
前
児
童
の
虐
待
死
は
一
般
家
庭
の

約
五
倍
」
と
す
る
統
計
（
ミ
ズ
ー
リ
州
）

を
紹
介
。
ひ
と
り
親
家
庭
や
同
棲
家
庭

で
の
児
童
虐
待
（
性
的
虐
待
）
の
多
さ

に
も
触
れ
て
い
る
。

こ
の
冊
子
の
結
論
は
、
「
結
婚
は
個
人

的
・
感
情
的
な
つ
な
が
り
だ
け
で
は
な

く
、
社
会
善
・
社
会
利
益
に
つ
な
が
る
」

と
い
う
も
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
結
婚
が

社
会
の
問
題
全
て
を
解
決
す
る
わ
け
で

En-ichi2012､2

「
結
婚
と
は
社
会
善

で
あ
る
』

「なぜ､結婚は重要なのか」30の結論(-部省略）
●家庭

1．結婚は父母が子供と良好な関係を保つ可能性を増大させる。
2．子供は結婚に基づく家庭に生まれた場合にもっとも恩恵を受ける。
3．子供は複合家庭では元気に育ちにくい。

4．同棲と結婚は機能的に等価ではない。

5．結婚外の家庭で育つと子供自身が離婚したり、未婚の親となったりす

る可能性が増大する。

6．結婚は事実上人類の普遍的な制度である。

7．結婚と、結婚への規範的なコミットメントは、大人同士の関係および
親子関係の質を高める。

8．結婚は大人と子供の両方にとって重要な生物社会的影響を与える。

⑨経済

9．離婚および未婚の子育ては子供と母親の貧困を悪化させ、同棲は結婚
よりも貧困を軽減する可能性が低い。

10．結婚しているカップルは平均して単身者または同棲カップルより多く
の富を築きやすいようである。

11．結婚は恵まれない女性とその子供の貧困や物質的困窮を軽減する。

13Ⅸ既婚男性は同等の教育歴・職歴を持つ独身男性より収入が多い。

14．親の離婚（または結婚できないこと）は子供の学業不振のリスクを増
大させるようである。

は
な
い
。
し
か
し
、
統
計
を
み
る
と
、
「
ふ

た
親
が
そ
ろ
っ
た
家
庭
で
は
、
片
親
や

同
棲
家
庭
の
子
弟
よ
り
も
、
子
供
は
健

全
に
生
育
す
る
割
合
が
高
い
」
と
の
結

果
も
出
て
い
る
。

同
著
を
責
任
編
集
し
た
バ
ー
ジ
ニ
ア

大
学
の
ブ
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ィ
ル

コ
ッ
ク
ス
教
授
は
第
三
版
で
、
「
法
的
婚

姻
状
態
に
あ
る
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
子

●身体的健康と寿命

16．結婚した自分の両親と暮らす子供は、その他の家族形態で暮らす子供

より平均して身体的な健康状態が良好である。
18．結婚は大人および10代の若者のアルコール・薬物乱用の割合の低下

と関連している。

19．既婚者、特に既婚男性は、その他の特徴が類似している独身者より寿
命が長い。

20．結婚は男女の良好な健康状態および外傷・疾病・障害の割合の低下と
関連している。

供
が
、
そ
の
ま
ま
、
そ
の
両
親
と
一
緒

に
生
活
す
る
こ
と
が
、
一
番
望
ま
し
い

こ
と
」
「
結
婚
を
し
な
い
ま
ま
同
棲
を
始

め
る
前
に
、
高
校
を
卒
業
し
、
正
職
に

つ
い
て
か
ら
結
婚
す
る
こ
と
の
大
切
さ
」

「
貧
困
層
や
労
働
者
ク
ラ
ス
、
社
会
的
少

数
派
の
家
庭
で
の
結
婚
教
育
」
を
強
調
。

結
婚
や
家
庭
生
活
を
成
功
に
導
く
人
格

教
育
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
目

●精神的健康と寿命

22親が離婚する子供は心理的苦痛や精神病の割合が高まる。

23．同棲は子供の心理的問題の深刻化と関連している。
24．家族の崩壊は自殺率を著しく増大させるようである。

●犯罪とドメスティック・バイオレンス

27．結婚は大人が犯罪の加害者または被害者になるリスクを減少させるよ

うである。

29．結婚している自分の両親と生活していない子供は児童虐待を受けるリ
スクが高い。

「なぜ結婚は重要なのか←社会科学からみた30の結論』第3版
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Ⅵ
年
人
口
動
態
統
計

人
口
減
少
過
去
最
多
の
釦
万
人

結
婚
、
離
婚
件
数
は
共
に
減
少

出生数と合計特殊出生率の推移（ )内は合計特殊出生率
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厚生労働省｢平成23年人口動態統計の年間推計」

厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
二
○
一
一

年
の
人
口
動
態
統
計
（
年
間
推
計
）
に

よ
る
と
、
出
生
数
と
死
亡
数
の
差
で
あ

る
人
口
の
自
然
減
は
、
一
九
四
七
年
の

統
計
開
始
以
来
最
多
の
二
十
万
四
千
人

と
な
っ
た
。
○
七
年
か
ら
五
年
連
続
の

人
口
減
で
、
減
少
幅
は
東
日
本
大
震
災

（
約
一
万
六
千
人
が
死
亡
）
の
影
響
も
あ

り
、
前
年
（
十
二
万
五
千
七
百
八
人
減
）

を
大
き
く
上
回
っ
た
。

年
間
推
計
は
、
一
月
か
ら
十
月
ま
で

の
速
報
値
を
基
に
推
計
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
出
生
数
は
、
前
年
よ
り
一

万
四
千
人
少
な
い
百
五
万
七
千
人
で
過

去
最
少
。
出
産
適
齢
期
に
あ
た
る
女
性

人
口
が
減
っ
た
こ
と
な
ど
が
要
因
と
し

て
あ
る
。

死
亡
数
は
六
万
四
千
人
増
え
て
汀
二

十
六
万
一
千
人
で
、
逆
に
最
多
を
更
新

し
た
。

今
後
も
碕
齢
化
の
進
行
で
、
自
然
減

が
拡
大
す
る
と
見
ら
れ
、
本
格
的
な
人

口
減
少
期
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め

て
示
し
た
形
だ
。

結
婚
は
前
年
よ
り
約
三
万
組
減
の
六

十
七
万
組
と
、
や
は
り
過
去
最
少
に
な
っ

た
。
ま
た
、
離
婚
も
一
万
六
千
組
減
っ

て
二
十
三
万
五
千
組
だ
っ
た
。

◇

合
計
特
殊
出
生
率
（
一
人
の
女
性
が

生
涯
に
産
む
子
供
の
数
）
は
、
前
年
の

一
・
三
九
と
同
程
度
に
な
る
と
予
測
さ

れ
て
い
る
。
合
計
特
殊
出
生
率
が
横
ば

い
な
の
は
、
三
十
歳
代
の
出
産
や
第
二

子
以
降
の
出
産
が
わ
ず
か
に
増
え
て
い

る
た
め
と
見
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
少

子
化
の
要
因
と
さ
れ
る
「
晩
婚
化
」
と

「
商
齢
出
産
」
の
傾
向
が
続
い
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

二
○
一
○
年
の
統
計
で
は
、
第
一
子

出
生
時
の
母
親
の
平
均
年
齢
は
前
年
よ

り
○
・
二
歳
高
い
二
十
九
・
九
歳
。
こ

の
二
十
年
間
で
三
歳
近
く
上
昇
し
た
。
ま

た
、
平
均
初
婚
年
齢
は
夫
三
十
・
五
歳
、

妻
二
十
八
・
八
歳
で
、
や
は
り
二
十
年

間
で
二
～
三
歳
上
昇
し
て
い
る
。
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こ
こ
数
年
、
教
員
の
精
神
疾
患
に
よ

る
休
職
が
深
刻
化
し
て
い
る
が
、
新
規

採
用
者
で
も
九
十
人
余
り
が
精
神
疾
患

で
退
職
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

文
部
科
学
省
が
昨
年
十
二
月
に
発
表

し
た
統
計
に
よ
る
と
、
二
○
一
○
年
度

精神疾患で休職した教員数

用
は
条
件
附
採
用
制
度
（
民
間
企
業
の

試
用
期
間
）
が
と
ら
れ
て
お
り
、
教
員

は
一
年
間
の
条
件
附
採
用
期
間
を
経
て

正
式
採
用
と
な
る
。

こ
の
条
件
附
採
用
期
間
の
後
、
依
願

退
職
し
た
の
は
二
百
八
十
八
人
。
こ
の

う
ち
病
気
に
よ
る
退
職
は
百
一
人
で
、
う

ち
九
十
一
人
が
精
神
疾
患
だ
っ
た
。

依
願
退
職
者
に
占
め
る
精
神
疾
患
は

○
九
年
度
か
ら
集
計
さ
れ
て
い
る
が
、
○

九
年
度
は
病
気
退
職
八
十
六
人
中
八
十

三
人
を
占
め
た
。
病
気
退
職
は
年
々
増

え
て
い
た
が
、
多
く
は
精
神
疾
患
と
見

ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
精
神
疾
患
が
蛸
え
る
原
因

は
、
教
員
の
仕
事
量
、
保
護
者
へ
の
対

応
、
人
間
関
係
な
ど
に
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
教
員
全
体
の
多
忙
感
も
あ
っ
て
、
経

験
豊
富
な
教
員
で
も
新
規
教
員
の
指
導

が
十
分
で
き
ず
、
若
い
教
員
が
一
人
で

悩
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

教
師
と
し
て
の
適
性
を
欠
く
場
合
は

教
鞭
に
立
た
せ
な
い
な
ど
の
対
応
を
進

め
な
が
ら
、
適
正
な
形
で
の
教
員
数
の

増
加
、
家
庭
と
地
域
に
よ
る
学
校
サ
ポ
ー

ト
体
制
づ
く
り
な
ど
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

情報ファイル
休職者数
6000－

人
鋸
叩
％
賑
“
“
鰹

態
に
陥
っ
た
教

育
職
員
の
早
期

発
見
・
早
期
治

療
」
を
各
学
校

に
指
導
す
る
な

ど
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策
を

打
ち
出
し
て
い

る
。

一
方
、
一
○

年
度
に
新
規
採

川
さ
れ
た
教
員

は
二
万
五
千
七

百
四
十
三
人
。
地

方
公
務
員
の
採

文
科
省
『
教
員
調
萱
』

精
神
疾
患
で
休
職
の
教
員
、
５
４
０
０
人

新
規
採
用
者
の
退
職
も
増
加
傾
向
に

5000-

4000-

3000-

2000-

1000－
賭騨

中
に
精
神
疾
患
で
休
職
し
た
公
立
学
校

の
教
員
は
五
千
四
百
七
人
。
前
年
度
よ

り
五
十
一
人
減
少
し
た
も
の
の
、
教
員

全
体
に
占
め
る
割
合
は
○
・
五
九
％
で
、

こ
の
十
年
間
で
実
数
、
割
合
と
も
倍
増

し
た
。

0－

2001’02103＄04105106107，08＄09110年度

1年間の条件附採用期間後に

正式採用にならなかった教員数
350

人

300
296/函315317
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乞園
年
代
別
で
は
、
「
五
十
代
以
上
」
が
三

九
・
八
％
、
「
四
十
代
」
が
三
三
・
八
％

な
ど
、
ベ
テ
ラ
ン
が
Ⅱ
立
つ
。

各
教
育
委
員
会
で
は
、
「
会
議
や
行
事

の
見
直
し
」
「
職
員
が
気
軽
に
相
談
で
き

る
職
場
環
境
づ
く
り
」
「
心
の
不
健
康
状

1函 刑CII署
93 ~86胃



「
幼
稚
園
教
育
の
特
色
は
何
か
」
と
よ

く
問
わ
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
幼
児
と
児
童
・
生
徒
で
は

多
く
の
点
で
違
い
が
あ
り
、
年
齢
に
よ
っ

て
区
分
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
な
め
ら

か
な
自
然
界
の
変
化
の
中
で
、
自
然
界

の
一
生
物
で
あ
る
人
の
成
長
も
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
も
、
な
め
ら

か
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
と
り
た
て

て
、
「
幼
稚
園
教
育
の
特
色
」
は
、
と
切

り
抜
く
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
ま
す
。

定
年
退
職
後
、
私
は
幼
稚
園
の
園
長

大塩宗里
おおしお・むねさと

白鴎大学はくおう幼稚園園長

1944年栃木県生まれ。宇都宮大学教育学

部卒。中学校理科教師として教職に就く。

小山市小中学校長会会長等を務め、2005

年4月より現職。

幼
稚
園
と
小
学
校

教
育
の
つ
な
が
り

「
遊
ぶ
こ
と
」
で
知
っ
た

子
ど
も
の
成
長
の
宝

「
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
」
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
の
宝
を
実
感
す
る
。
「
心

の
学
び
」
の
積
み
重
ね
と
、
親
子
の
愛
の
交
換
を
支
え
な
が
ら
、
発
見
と
感
動
の

「
学
び
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
を
体
験
さ
せ
た
い
。

を
拝
命
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
な
り

に
勉
強
も
し
、
し
か
も
自
分
に
は
三
十

八
年
間
の
中
学
校
教
育
の
実
績
が
あ
る

と
、
多
少
な
り
と
も
自
信
を
持
っ
て
赴

任
し
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
に
近
づ
け
る
ど

こ
ろ
か
、
子
ど
も
が
寄
っ
て
き
ま
せ
ん
。

園
長
が
園
児
を
知
ら
な
い
状
況
に
は
ま

り
込
み
ま
し
た
。
私
は
、
幼
稚
園
の
教

育
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
ず
子

ど
も
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

に
至
っ
て
は
も
は
や
道
は
一
つ
、
園
児

と
遊
ぶ
こ
と
し
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

何
と
し
た
こ
と
か
、
こ
れ
が
私
を
大

変
革
さ
せ
た
「
目
か
ら
う
ろ
こ
物
語
」
を

作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
中
学
校
勤
務
時

代
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
次

か
ら
次
へ
と
姿
を
現
し
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
で

恥
ず
か
し
い
の
で
す
が
、
「
子
ど
も
の
成

長
の
宝
は
大
人
が
与
え
る
も
の
で
は
な

く
、
子
ど
も
自
身
に
内
在
し
て
い
る
」
が

そ
の
一
つ
で
し
た
。
そ
の
宝
が
遊
び
の

中
で
出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
は
自
分
で
自
分
を
変
え
て
い
く

よ
う
で
す
。
驚
き
で
し
た
。
一
般
的
に

「
子
ど
も
に
は
遊
び
が
大
切
で
す
よ
」
と

言
わ
れ
、
な
ぜ
大
切
な
の
か
と
聞
か
れ

て
も
、
私
は
明
確
な
答
え
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち

と
遊
ん
で
初
め
て
遊
び
の
正
体
に
気
付

か
さ
れ
ま
し
た
。

更
に
も
う
一
つ
、
成
長
の
宝
は
、
自

分
の
力
だ
け
で
は
芽
を
出
し
に
く
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
助
け
る
も

の
が
子
ど
も
の
傍
に
い
る
大
人
で
し
た
。

遊
び
の
傍
に
大
人
が
存
在
す
る
意
味
が

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
遊
び
の

放
任
は
、
実
に
も
っ
た
い
な
い
の
で
す

成
長
を
助
け
る
大
人
が

傍
に
い
る
こ
と

En-ichi2012､214
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（
具
体
例
は
別
の
機
会
に
）
。

子
ど
も
の
遊
び
は
、
必
ず
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
、
喧
嘩
な
ど
に
よ
る
崩
壊
と
、

気
移
り
に
よ
る
自
然
消
滅
に
向
か
い
、
そ

れ
は
集
団
社
会
か
ら
の
逸
脱
で
、
良
い

方
向
、
良
い
結
果
に
な
る
と
は
言
い
難

い
も
の
で
す
。
喧
嘩
や
気
移
り
を
上
手

に
処
理
し
て
や
れ
る
大
人
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
こ
こ
に
、
子
ど
も
と
遊
ば
な

け
れ
ば
分
か
ら
な
い
子
ど
も
の
成
長
物

語
が
展
開
し
て
く
る
の
で
す
。

子
ど
も
た
ち
は
、
大
人
の
言
う
道
徳

な
ど
無
関
係
に
遊
び
ま
す
。
そ
こ
に
い

る
大
人
た
ち
は
、
無
意
識
に
声
を
か
け
、

過
去
に
道
徳
に
外
れ
た
こ
と
を
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
に
も
拘
ら
ず
、
突
然
教
師

に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
極
め
て
面
白

い
現
象
で
、
子
ど
も
に
言
っ
て
い
る
つ

も
り
が
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る

と
い
う
自
浄
作
用
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
み
ご
と
な
ほ
ど
の
「
教
育
の
裏

の
秘
密
」
で
す
。

子
育
て
に
悩
み
、
苦
し
み
、
忍
耐
の

連
続
と
前
述
の
話
と
が
関
わ
っ
て
、
子

ど
も
と
遊
ぶ
大
人
は
、
大
人
が
大
人
と

し
て
、
親
が
親
と
し
て
成
長
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
而
し
て
、
世
の
中
が
落

ち
着
く
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
時
代
の
中
で
、
保
育

時
期
に
あ
っ
て
も
、
共
働
き
が
時
代
の

ニ
ー
ズ
と
し
て
、
保
育
園
を
増
や
す
話

へ
繋
が
る
と
、
そ
れ
は
大
人
も
壊
れ
る

と
い
う
一
大
事
の
引
き
金
に
な
り
そ
う

で
す
。
乳
幼
児
を
保
育
園
に
預
け
る
状

況
に
な
れ
ば
、
帰
宅
後
、
職
場
で
ス
ト

レ
ス
を
抱
え
た
親
と
集
団
生
活
の
中
で

ス
ト
レ
ス
を
抱
え
た
子
ど
も
が
向
き
合

う
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
要
注
意
で
す
。

幼
稚
園
教
育
を
考
え
る
事
は
、
私
た

ち
大
人
を
も
含
み
込
ん
で
考
え
ね
ぱ
な

幼
児
期
に
愛
情
を

注
が
れ
て
い
な
い
子

と
こ
ろ
で
、
私
の
幼
稚
園
に
は
多
く

の
大
学
生
が
教
育
実
習
に
や
っ
て
き
ま

す
。
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
、
そ
の
学
生

た
ち
に
「
憶
え
て
い
る
一
番
古
い
記
憶

は
何
歳
で
す
か
？
」
と
聞
く
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
答
え
は
圧
倒
的
に
三
～
五

歳
に
集
中
し
ま
す
。
更
に
「
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
か
？
」
と
聞

り
ま
せ
ん
。

幼
稚
園
は
「
心
の
学
び
」

「
積
み
重
ね
』
を
す
る

子供の成長の宝が遊びによって現れてくる

中
学
校
教
員
時
代
の
生
徒
指
導
で
悩

ん
だ
事
例
を
思
い
出
し
ま
す
。
問
題
を

起
こ
し
た
二
人
の
生
徒
を
指
導
し
た
折

の
事
で
す
。
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
」
と
一
礼
ま
で
し
た
生
徒
と
、
最
後

く
と
、
一
様
に
「
楽
し
か
っ
た
。
感
動

し
た
。
悲
し
か
っ
た
」
な
ど
で
、
幼
児

期
に
は
、
心
の
記
憶
、
情
緒
面
で
の
記

憶
を
積
み
重
な
る
作
業
を
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
幼
稚
園
は
「
心
の
学
び
」
「
心

の
積
み
重
ね
」
を
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

乳
幼
児
期
に
親
か
ら
の
無
償
の
愛
を

た
っ
ぷ
り
と
も
ら
い
、
信
頼
で
き
る
人

を
感
じ
取
り
、
幼
児
期
に
心
の
積
み
重

ね
を
し
っ
か
り
と
で
き
た
子
は
、
成
長

後
の
失
敗
に
も
、
人
を
信
頼
で
き
る
心

と
相
手
を
思
い
や
れ
る
心
か
ら
、
元
に

戻
れ
る
幸
せ
を
掴
む
こ
と
が
で
き
そ
う

で
す
。
こ
の
時
期
に
、
知
識
の
注
入
に

偏
っ
た
り
な
ど
し
て
、
心
の
積
み
重
ね

を
お
ろ
そ
か
に
し
た
と
き
の
成
長
が
心

配
で
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
も
幼
稚
園

教
育
の
大
切
さ
が
伺
え
ま
す
。
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ま
で
反
抗
的
な
態
度
を
変
え
な
い
生
徒

に
分
か
れ
る
の
は
一
体
な
ぜ
？
誠
に
残

念
な
こ
と
は
、
反
発
す
る
生
徒
の
多
く

が
、
再
度
同
じ
事
件
を
引
き
起
こ
す
実

態
で
す
。
お
互
い
に
心
の
交
流
が
な
さ

れ
な
い
ま
ま
卒
業
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

教
師
の
無
力
感
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
堪

り
ま
せ
ん
。

今
、
縁
あ
っ
て
幼
児
教
育
に
携
わ
り
、

そ
う
し
た
生
徒
た
ち
の
心
の
傷
が
、
○

～
二
歳
、
あ
る
い
は
三
～
五
歳
の
時
期

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
つ
く
づ
く
感

じ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
と
し
て
の
ベ
ー

ス
に
な
る
愛
情
を
注
が
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
、
失

敗
し
て
も
な
か
な
か
元
に
戻
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
…
と
。

受
身
の
時
期
の
○
～
二
歳
は
、
誰
か

に
見
て
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
生
き
て

い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
親
で
あ
る
必
要

も
な
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
を
育
て
る

と
い
う
こ
と
は
、
大
人
自
身
も
成
長
す

る
わ
け
で
、
そ
の
宝
を
受
け
取
る
権
利

を
親
が
み
す
み
す
放
棄
す
る
手
は
な
い

と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

や
は
り
、
成
長
の
宝
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
は
、
親
子
の
間
で
行
う
べ
き
で
、
保

近
年
研
修
会
な
ど
に
お
い
て
、
「
幼
児

の
学
び
」
に
つ
い
て
の
話
題
も
多
く
な

り
ま
し
た
。
小
学
生
の
そ
れ
と
は
当
然

違
っ
て
き
ま
す
が
、
幼
稚
園
を
終
え
る

と
自
動
的
に
学
問
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。

小
学
生
で
の
学
び
に
抵
抗
な
く
入
り
込

め
る
た
め
に
、
幼
児
の
学
び
も
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
は
探
求
と
共
に

あ
り
、
探
求
は
疑
問
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。
疑
問
は
感
動
や
驚
き
か
ら
湧
き

育
士
と
子
ど
も
の
間
だ
け
の
「
愛
の
交

換
」
で
は
寂
し
す
ぎ
ま
す
。
親
子
間
の

「
愛
の
交
換
」
が
、
兄
弟
と
の
愛
の
交
換
、

祖
父
母
と
の
愛
の
交
換
へ
と
広
が
り
、
隣

近
所
と
の
愛
の
交
換
へ
と
進
む
こ
と
を

想
像
す
る
と
わ
く
わ
く
し
て
き
ま
す
。

政
府
は
、
幼
保
一
体
化
構
想
を
打
ち

上
げ
は
し
た
も
の
の
、
い
ろ
い
ろ
な
問

題
に
ぶ
つ
か
り
、
頓
挫
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
幼
稚
園
存
在

意
義
の
見
直
し
に
入
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

『
学
び
の
翼
パ
イ
ラ
ル
』

紘
験
き
せ
た
い

上
が
り
ま
す
。
感
動
や
驚
き
は
発
見
か

ら
生
ま
れ
ま
す
。
発
見
は
体
験
か
ら
な

さ
れ
ま
す
。
生
活
体
験
の
少
な
い
幼
児

に
と
っ
て
、
自
然
ほ
ど
発
見
の
多
い
場

所
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
「
子
ど
も
を
自

然
の
中
で
遊
ば
せ
よ
う
」
と
は
ま
さ
に

こ
の
こ
と
で
す
。

理
科
教
師
で
あ
っ
た
私
は
、
早
速
「
博

士
に
な
ろ
う
」
の
一
コ
マ
を
作
り
、
自

然
を
考
慮
し
て
題
材
を
求
め
な
が
ら
、
各

ク
ラ
ス
を
ま
わ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
物

作
り
は
、
単
な
る
飾
り
も
の
で
は
な
く
、

動
く
お
も
ち
ゃ
風
を
ね
ら
い
ま
し
た
。
こ

れ
が
大
成
功
！

今
で
は
、
胸
に
ル
ー
ペ
と
図
鑑
を
ぶ

ら
下
げ
た
豆
生
物
学
者
を
見
か
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
学
び
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
、
楽
し

く
体
験
さ
せ
る
こ
と
が
、
成
長
し
た
子

ど
も
た
ち
の
学
び
を
本
物
に
す
る
と
信

じ
て
い
ま
す
。

大
人
と
幼
児
が
自
然
の
中
で
、
共
に

発
見
し
、
共
に
感
動
し
、
共
に
疑
問
を

持
ち
、
共
に
調
べ
る
こ
と
こ
そ
、
幼
稚

園
で
の
学
び
の
一
つ
で
す
。

人
を
作
る
場
所
、
そ
れ
が
幼
稚
園
で

す
。
回
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て
、
研
究
者
に
コ
ム
ズ
カ

シ
イ
こ
と
を
言
わ
れ
る
と

が
っ
か
り
す
る
、
ど
う
読

む
か
、
語
る
か
を
学
ぴ
た

い
の
よ
、
と
言
い
ま
す
。

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
感

性
の
世
界
、
直
感
の
世
界

を
書
い
た
賢
治
の
作
品
は

声
に
出
し
て
読
む
、
語
る

鼎 感姓の世界は声に出して読みましょう

浜島代志子
劇団天童／

天童芸術学校代表

｢鹿踊りのはじまり」

し
し

岩
手
県
花
巻
あ
た
り
に
鹿
踊
り
と
い

う
郷
土
芸
能
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で
す

か
？
頭
に
大
き
く
て
長
い
鹿
の
角
を

つ
け
て
鹿
が
は
ね
る
よ
う
に
踊
る
の
で

し
し

す
。
そ
の
鹿
踊
り
が
ど
う
し
て
で
き
た

の
か
、
賢
治
は
ざ
あ
ざ
あ
吹
い
て
い
た

風
が
、
だ
ん
だ
ん
人
の
言
葉
に
聞
こ
え
、

鹿
踊
り
の
本
当
の
精
神
を
語
り
ま
し
た
、

と
書
き
出
し
ま
す
。

賢
治
と
い
う
人
は
風
や
星
や
雪
、
天

の
人
、
動
物
と
も
心
を
交
わ
し
言
葉
を

交
わ
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
ね
。
な

ん
と
心
地
良
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
ど

も
の
心
を
そ
の
ま
ま
持
ち
続
け
る
人
っ

て
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

劇
団
天
童
絵
本
と
語
り
の
弟
子
さ
ん

に
岩
手
の
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
達
は
、

賢
治
の
作
品
は
身
近
に
感
じ
る
の
で
あ
っ

☆ミュージカル｢山淑太夫｣｢シヨー
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｢山根太夫」DVD／25001'1（税
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CD／80011J（税込み)、送料／2
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太
陽
が
は
ん
の
木
の
梢
の
中
程
に
か

か
る
と
、
鹿
た
ち
は
太
陽
を
拝
む
よ
う

に
一
列
に
並
び
透
き
通
っ
た
声
で
歌
い

始
め
ま
し
た
。
清
ら
か
な
敬
度
な
場
面

で
す
。
こ
れ
が
賢
治
の
内
面
世
界
な
の

ね
。
そ
う
、
賢
治
の
作
品
は
感
じ
て
声

に
出
し
て
伝
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

◇
◇
◇

「
先
生
、
読
ん
で
く
だ
さ
い
よ
」
私
が

読
む
と
弟
子
さ
ん
は
大
笑
い
。
私
の
東

北
弁
が
う
ま
い
の
だ
そ
う
で
す
。
山
形

県
立
図
書
館
の
事
業
で
五
、
六
年
か
け

て
県
内
を
く
ま
な
く
絵
本
、
人
形
劇
、
語

り
実
演
と
実
技
指
導
し
て
回
っ
て
い
る

う
ち
に
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

熊
本
に
行
け
ば
熊
本
弁
に
、
山
形
に
行

け
ば
山
形
弁
に
神
戸
に
行
け
ば
神
戸
弁

に
な
る
の
で
す
。
土
地
の
言
葉
で
土
地

の
物
語
を
語
れ
ば
人
物
が
立
ち
上
っ
て

き
ま
す
。
回

｢鹿踊りのはじまり」宮沢賢治／

作たかしたかこ／絵借成社刊

驚麓
空

の
が
一
番
。

◇
◇
◇

嘉
十
は
鹿
に
呉
れ
て
や
る
べ
と
ち
い

さ
い
栃
の
団
子
を
置
い
て
や
っ
た
と
き
、

て
ぬ
ぐ
い
を
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

さ
あ
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
鹿
た
ち
、
栃

団
子
に
は
目
も
く
れ
ず
、
手
ぬ
ぐ
い
の

正
体
を
確
か
め
に
行
き
ま
す
。
こ
れ
か

ら
が
、
お
も
し
ろ
。
一
匹
ず
つ
手
ぬ
ぐ

い
の
偵
察
に
出
か
け
ま
す
。
毒
き
の
こ

だ
、
い
や
、
生
き
物
だ
、
雛
が
寄
っ
た

年
寄
り
の
番
兵
だ
、
頭
あ
る
か
？
息
し

て
る
か
？
大
き
な
な
め
く
じ
が
ひ
か
ら

び
た
の
だ
な
、
味
あ
る
か
？
鹿
た
ち
の

大
さ
わ
ぎ
、
カ
ン
違
い
が
可
愛
い
、
お

も
し
ろ
い
、
東
北
弁
だ
か
ら
尚
お
も
し

ろ
さ
が
増
し
ま
す
。
鹿
た
ち
は
ぐ
る
ぐ

る
回
り
歌
い
踊
り
ま
す
。



私
は
、
ア
イ
ヌ
語
と
ア
イ
ヌ
文
化
を

研
究
し
て
い
ま
す
。
大
学
卒
業
後
、
縁

あ
っ
て
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
住
む
二
風

谷
で
十
一
年
間
暮
ら
し
た
の
で
す
が
、
そ

の
経
験
が
今
の
私
の
軸
足
に
な
っ
て
い

ま
す
。さ

て
、
言
語
の
背
後
に
は
、
民
族
の

世
界
観
や
歴
史
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ア
イ
ヌ
語
に
は
「
誕
生
日
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代

わ
り
、
「
誕
生
月
」
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
先
住
民
族
も
そ
う
だ
と
い
わ
れ
ま

18

「
誕
生
の
季
節
」
に

込
め
ら
れ
た
意
味

発 言

「
ア
イ
ヌ
の
子
育
て
観
に
学
ぶ
』

曲
一
旦
か
な
物
語
世
界
で
語
り
継
が

れ
る
教
育
と
至
上
の
幸
福

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
豊
か
な
物
語
世
界
を
通
し
て
、
非
常
に
体
系

的
な
教
育
、
子
育
て
を
語
り
継
い
で
い
る
。

す
が
、
誕
生
日
と
い
う
一
日
を
お
祝
い

す
る
の
で
は
な
く
、
民
族
の
な
ら
わ
し

で
自
分
が
生
ま
れ
た
「
誕
生
の
季
節
」
の

物
語
を
家
族
か
ら
聞
き
、
そ
の
陽
の
光
、

風
の
香
り
を
受
け
止
め
て
、
自
分
が
今

存
在
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
か
ら
成
長

し
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
の
で
す
。
こ

れ
を
聞
い
た
時
、
私
は
言
葉
に
で
き
な

い
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

ま
た
、
私
の
好
き
な
ア
イ
ヌ
語
に
「
ヤ

イ
コ
シ
ラ
ム
ス
イ
ェ
」
Ⅱ
「
考
え
る
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
直
訳
す
る
と

「
自
分
に
対
し
て
自
分
の
心
を
揺
ら
す
」

で
す
。
考
え
る
力
と
い
う
の
は
「
脳
の

力
」
だ
と
漠
然
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
ア

イ
ヌ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
自
分
の

心
を
ど
う
揺
さ
ぶ
る
の
か
。
つ
ま
り
心

を
揺
ら
す
力
が
考
え
る
力
な
の
で
す
。
外

側
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
内

面
、
自
分
の
心
を
め
ざ
す
わ
け
で
す
。

ア
イ
ヌ
に
は
そ
う
し
た
世
界
観
が
込

め
ら
れ
て
い
る
豊
か
な
物
語
世
界
が
展

開
し
て
い
ま
す
。
本
当
に
面
白
い
物
語

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

実
は
ア
イ
ヌ
は
文
字
で
は
な
く
、
口

伝
え
に
よ
っ
て
豊
か
な
物
語
世
界
を
展

開
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
に

文
字
が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
「
（
発

『
子
ど
遇
が
大
地
に

満
ち
あ
ふ
れ
る
」

す
る
）
言
葉
の
力
を
信
じ
た
」
と
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
字

に
頼
る
の
は
頭
の
悪
い
人
間
が
す
る
こ

と
だ
と
い
う
考
え
が
、
最
近
ま
で
あ
り

ま
し
た
。
実
際
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の

記
憶
力
は
す
ご
い
も
の
で
す
。
科
学
の

力
で
私
た
ち
は
自
分
が
進
歩
し
て
い
る

よ
う
な
感
覚
に
な
り
ま
す
が
、
携
帯
電

話
が
無
く
な
っ
た
ら
途
端
に
友
達
の
電

本田優子
ほんだ。ゆうこ

札幌大学畠I学長

石川県生まれ。北海道大学文学部卒。文学

博士。専門はアイヌ文化、アイヌ史、アイ
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ンでの日々』『伝承から探るアイヌの歴史』
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鞠
語
を
通
し
て

子
育
て
を
伝
承

話
番
号
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
困
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
独
自
の

世
界
観
、
習
俗
、
歴
史
意
識
を
投
影
し

て
い
る
の
が
物
語
で
す
。
こ
の
中
に
は
、

夫
婦
の
情
愛
や
親
子
の
紳
が
濃
密
に
描

か
れ
て
い
ま
す
。

主
な
ジ
ャ
ン
ル
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
「
英
雄
叙
事
詩
（
ユ
カ
ラ
）
」
で
す
。

超
人
的
ヒ
ー
ロ
ー
が
活
躍
す
る
物
語
で

す
。
二
番
目
は
「
神
謡
（
カ
ム
イ
ユ
カ

ラ
）
」
。
動
植
物
な
ど
様
々
な
カ
ム
イ
の

物
語
で
す
。
三
番
目
が
「
散
文
説
話
（
ウ

エ
ペ
ケ
レ
）
」
で
、
ア
イ
ヌ
社
会
の
倫
理

観
や
習
俗
を
最
も
色
濃
く
反
映
し
た
物

語
で
す
。

こ
れ
ら
の
物
語
に
よ
く
出
て
く
る
、
人

間
の
至
上
の
幸
福
の
表
現
が
、
「
子
ど
も

が
大
地
（
周
り
）
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
」
と

い
う
状
態
で
す
。
こ
れ
が
物
語
の
ラ
ス

ト
シ
ー
ン
に
出
て
く
る
の
で
す
。
特
に

散
文
説
話
は
、
悪
い
こ
と
を
す
る
と
悲

惨
な
死
に
方
を
す
る
よ
、
心
掛
け
正
し

く
き
ち
ん
と
生
き
て
い
る
と
、
神
様
が

必
ず
そ
れ
を
見
て
い
て
、
幸
せ
な
死
を

迎
え
る
よ
と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
す
。
必

ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
主
人
公
が
死

ま
た
、
例
え
ば
男
の
子
を
ど
う
育
て

る
か
と
い
う
場
面
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。

次
の
文
は
、
狩
猟
の
技
を
教
え
る
父
親

の
姿
を
描
い
た
「
村
お
さ
は
化
け
物
」
と

い
う
散
文
説
話
で
す
。

「
私
が
少
し
大
き
く
な
っ
て
、
父
の
あ

と
へ
小
走
り
に
つ
い
て
歩
け
る
ぐ
ら
い

に
な
る
と
、
父
は
狩
り
に
行
く
時
も
一

緒
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
ク
ワ
リ
（
仕
掛
け
弓
）
を
仕
掛

け
る
時
に
、
『
こ
れ
は
お
前
の
仕
掛
け
だ

よ
』
と
言
い
な
が
ら
、
私
の
持
ち
弓
を

別
に
仕
掛
け
て
く
れ
ま
す
。
そ
う
す
る

と
私
の
持
ち
弓
に
特
別
多
く
獲
物
が
掛

か
る
の
で
、
父
は
、
「
や
っ
ぱ
り
私
の
子

ど
も
だ
。
ゆ
く
ゆ
く
は
狩
り
の
名
人
に

な
る
で
あ
ろ
う
』
と
喜
ん
で
く
れ
ま
し

た
」 ぬ

場
面
で
終
わ
る
の
で
す
。
そ
の
と
き

に
、
周
り
に
子
ど
も
が
満
ち
あ
ふ
れ
て

い
る
の
が
人
間
と
し
て
最
も
幸
せ
だ
と

い
う
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

19En-ichi2012,2

「
狩
り
が
一
人
前
に
な
っ
た
私
を
見
た

父
は
『
狩
り
の
腕
は
こ
れ
で
い
い
が
、
次

は
神
々
を
祭
る
時
の
言
葉
を
教
え
よ
う
』

と
言
い
な
が
ら
、
山
を
歩
き
な
が
ら
で

も
、
狩
小
屋
に
い
る
時
で
も
、
口
を
休

ま
せ
ず
に
い
ろ
い
ろ
な
話
を
教
え
聞
か

せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
を
覚
え
る
と
ま

た
次
の
話
と
い
う
ふ
う
に
、
次
か
ら
次

へ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ

ま
し
た
」

「
『
狩
り
も
よ
し
、
言
葉
、
雄
弁
こ
れ

も
よ
し
。
度
胸
は
教
え
る
も
の
で
は
な

し
に
自
分
で
身
に
つ
け
る
も
の
。
こ
の

三
つ
が
お
前
に
備
わ
っ
た
の
で
、
あ
と

は
も
う
教
え
る
も
の
が
な
い
』
と
、
父

が
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
…
」

こ
れ
ら
は
、
メ
イ
ン
の
ス
ト
ー
リ
ー

に
は
直
接
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
関
係
は

な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
物
語
の
中

で
子
育
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
も
の

が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
ざ
と
子
ど

も
の
仕
掛
け
弓
に
獲
物
が
か
か
る
よ
う

に
作
り
、
ほ
め
て
伸
ば
し
て
、
こ
れ
が

で
き
た
ら
次
に
進
む
と
い
う
よ
う
に
、
段

階
的
、
系
統
的
な
教
育
を
行
っ
て
い
ま

す
。
物
語
を
語
り
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の

こ
と
を
受
け
継
い
で
い
く
わ
け
で
す
。

男
は
雄
弁
に
言
葉
を
操
れ
る
よ
う
に

育
て
る
こ
と
が
一
番
よ
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
村
お
さ
の
三
つ
の
条
件
と
い
う

の
が
あ
っ
て
、
「
雄
弁
」
「
度
胸
」
「
美
貌
」

で
す
。
こ
の
う
ち
雄
弁
が
最
も
重
視
さ

れ
る
の
は
、
村
の
間
で
争
い
が
起
こ
っ

た
時
、
徹
底
し
て
議
論
す
る
た
め
で
す
。

で
す
か
ら
小
さ
い
頃
か
ら
徹
底
し
て
デ
ィ

ベ
ー
ト
の
訓
練
を
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
立
派
な
女
性
の
条
件
は
「
度

胸
」
「
器
量
」
と
共
に
．
「
手
先
が
器
用

（
裁
縫
、
刺
繍
が
上
手
）
」
で
す
。
手
先

が
器
用
で
な
け
れ
ば
お
嫁
に
行
け
な
い

と
も
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

ア
イ
ヌ
の
子
育
て
に
は
「
大
自
然
の

中
で
お
お
ら
か
に
」
と
い
う
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
非

常
に
意
識
的
、
体
系
的
な
教
育
を
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
際
、
口
承
文
芸
が
持

つ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
機
能
が
生
き
て
い

た
わ
け
で
す
。
回

北
海
道
人
格
教
育
懇
話
会
講
演
よ
り

（
二
○
一
一
年
十
一
月
二
十
二
日
）

立
派
葱
男
、
女
に

な
る
三
つ
の
条
件



小
誌
で
は
、
「
人
格
教
育
」
を
主
要
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
米
国
で

一
大
教
育
運
動
と
な
っ
て
い
る
人
格
教

育
は
、
道
徳
、
価
値
を
単
に
知
識
と
し

て
教
え
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
「
徳

（
美
徳
）
」
を
教
え
、
そ
れ
を
実
践
す
る

こ
と
で
、
善
き
人
格
の
育
成
と
、
よ
り

善
い
学
校
、
社
会
の
構
築
を
目
指
す
と

い
う
も
の
だ
。

例
え
ば
、
学
校
が
礼
儀
正
し
さ
と
思

い
や
り
の
雰
囲
気
に
満
ち
、
共
通
の
目

的
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
共
同
体
）
と

な
る
た
め
に
も
、
学
校
生
活
の
あ
ら
ゆ

生
死
を
超
え
た
体
験
と

学
生
た
ち
の
変
化

「
人
格
教
育
」
の
意
味

オピニオン

魂
に
気
づ
か
せ
る

人
格
教
育
を
考
え

今
年
の
成
人
式
で
、
新
成
人
の
多
く
が
「
社
会
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
」
と

い
う
抱
負
を
語
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
「
人
格
教
育
」
の
一
つ
の
方
向
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

る
場
面
で
子
供
た
ち
に
行
動
規
範
の
モ

デ
ル
を
示
し
、
教
え
、
実
行
で
き
る
よ

う
に
助
け
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
教
育

の
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
学
校
環
境
が

生
ま
れ
る
。

具
体
的
に
教
え
る
徳
目
は
、
「
智
恵
」

「
正
義
」
「
自
制
心
」
「
勤
勉
さ
」
「
誠
実
」

「
感
謝
」
「
謙
遜
」
「
責
任
感
」
「
尊
敬
」
「
奉

仕
」
「
自
己
統
制
」
「
正
直
」
「
共
感
」
「
勇

気
」
な
ど
。
い
ず
れ
も
時
代
や
文
化
、
民

族
を
超
え
て
普
遍
的
に
尊
重
さ
れ
て
き

た
も
の
だ
。

こ
う
し
た
徳
目
を
定
め
て
、
幼
稚
園

か
ら
高
校
ま
で
、
学
校
内
は
も
ち
ろ
ん
、

家
庭
、
地
域
で
も
毎
日
の
生
活
の
中
で

繰
り
返
し
指
導
し
、
単
に
道
徳
や
ル
ー

ル
を
頭
で
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
自

然
に
道
徳
的
行
動
が
で
き
る
よ
う
「
習

慣
化
」
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
人
格
」
の
語
源
に
は
「
魂

に
刻
ま
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
が
あ

る
と
い
う
。

鈴
木
博
雄
氏
（
筑
波
大
学
名
誉
教
授
）

は
、
「
自
分
が
生
き
る
道
を
真
剣
に
求
め

る
に
は
、
従
来
の
外
部
の
状
況
ば
か
り

に
向
け
て
い
た
眼
を
、
自
分
の
心
の
内

に
目
を
向
け
て
、
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て

く
る
『
本
来
の
自
分
は
か
く
あ
り
た
い
』

と
い
う
魂
の
叫
び
に
耳
を
傾
け
る
こ
と

で
あ
る
」
と
し
て
、
Ｉ
Ｑ
（
知
能
指
数
）

や
Ｅ
Ｑ
（
こ
こ
ろ
の
知
能
指
数
）
だ
け

で
な
く
、
生
き
方
の
基
本
を
見
定
め
る

今
年
の
成
人
式
で
は
、
新
成
人
の
多

く
が
「
社
会
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
」
と

抱
負
を
語
る
姿
が
映
し
出
さ
れ
た
。
東

日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
災
地
以
外
の

若
者
も
心
を
動
か
さ
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
す
若
者

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
大
震
災
の
影
響

は
な
お
重
大
だ
が
、
こ
う
し
た
若
者
た

ち
の
変
化
は
、
我
々
が
学
ぶ
べ
き
大
切

な
教
訓
で
も
あ
る
。

参
考
に
な
る
教
育
実
践
の
例
が
あ
る
。

バ
ー
ニ
ス
・
ラ
ー
ナ
ー
氏
（
米
ボ
ス
ト

ン
大
学
教
育
学
部
倫
理
人
格
向
上
セ
ン

能
力
で
あ
る
Ｓ
Ｑ
（
の
ｏ
巳
Ｃ
ｇ
感
の
貝
、

魂
の
知
能
指
数
）
が
あ
っ
て
初
め
て
総

合
的
な
人
格
が
形
成
さ
れ
る
と
語
っ
て

い
る
（
小
誌
二
○
○
九
年
五
月
号
）
。

人
格
教
育
は
、
人
格
の
核
心
と
も
言

え
る
魂
の
声
、
「
自
分
は
こ
う
あ
り
た
い
」

と
い
う
声
に
気
づ
か
せ
、
そ
の
魂
を
強

め
、
具
体
的
行
動
を
通
し
て
自
己
を
形

成
す
る
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

En-ichi2012220



「
同
じ
価
値
が
自
分
に
も

あ
る
」
と
自
覚
さ
せ
る

タ
ー
上
級
研
究
員
）
が
大
学
で
行
っ
て

い
る
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
生
存
者
に
関
す

る
授
業
だ
（
『
同
一
』
二
○
○
八
年
三
月

号
）
・
生
死
を
超
え
た
体
験
を
し
た
生
存

者
の
う
ち
七
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
彼

ら
は
そ
の
後
、
様
々
な
困
難
を
克
服
し

て
人
生
に
希
望
を
見
出
し
、
社
会
に
対

し
て
積
極
的
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
「
世

界
が
深
く
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
を
自
分

の
目
で
見
て
、
自
分
の
肌
で
感
じ
て
き

た
の
に
、
そ
の
世
界
を
癒
そ
う
と
努
力

し
て
き
た
」
生
存
者
の
行
動
や
彼
ら
を

導
い
た
崇
高
な
原
理
を
学
生
た
ち
に
考

え
さ
せ
る
と
い
う
。

「
私
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
関
し
て
研
究

し
、
そ
れ
を
学
生
に
教
え
る
こ
と
は
、
人

格
教
育
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
学
生
に
教
え
る

と
き
、
彼
ら
の
心
の
一
部
が
変
化
す
る

の
で
す
」

「
授
業
が
終
わ
っ
て
数
か
月
し
て
、
学

生
か
ら
Ｅ
メ
ー
ル
を
受
け
取
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
『
授
業
を
受
け

て
物
事
の
兄
方
が
変
わ
り
ま
し
た
』
と

か
『
私
も
人
助
け
が
し
た
い
と
思
い
、
現

在
は
奉
仕
活
動
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
富
授

業
を
受
け
て
同
じ
自
分
で
は
い
ら
れ
な

た
成
田
真
由
美
さ
ん
を
テ
ー
マ
に
し
た

授
業
を
紹
介
。
「
そ
の
授
業
は
『
ハ
ン
デ
ィ

が
あ
っ
て
も
一
生
懸
命
頑
張
れ
ば
、
金

メ
ダ
ル
に
手
が
脳
く
よ
』
と
い
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
、
『
命

と
い
う
の
は
強
靭
な
も
の
で
あ
る
雪
少
々

の
こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
な
い
』
と
い
う

と
こ
ろ
に
Ⅱ
を
向
け
さ
せ
た
の
で
す
。
子

供
た
ち
が
、
成
田
さ
ん
と
同
じ
命
を
ｎ

分
も
受
け
持
っ
て
い
る
、
そ
し
て
自
分

が
持
っ
て
い
る
命
は
簡
単
に
へ
ば
る
も

の
で
は
な
く
強
靭
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
け
ば
、
生
き

る
意
欲
が
非
常
に
強
く
な
る
」

「
『
こ
の
人
は
偉
い
』
で
は
な
く
、
『
自

分
に
も
そ
の
よ
う
な
才
能
が
あ
る
』
と

自
分
の
中
の
気
高
さ
に
目
を
向
け
さ
せ

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
人
の
生
き

方
に
感
動
す
る
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の

人
と
同
じ
よ
う
な
価
値
、
岡
じ
強
さ
が

自
分
の
巾
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
刑

覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
」
。

こ
の
よ
う
な
、
魂
を
揺
り
動
か
す
、
あ

る
い
は
、
己
の
魂
の
価
値
に
気
づ
か
せ

る
教
育
が
現
代
に
は
必
要
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
目

ま
た
、
道
徳
教
育
が
専
門
の
金
井
肇

氏
（
大
妻
女
子
大
学
元
教
授
）
は
弓
、

く
な
り
ま
し
た
一
と
書
い
て
あ
っ
た
り

し
ま
す
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
年
代
の

人
格
教
育
に
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
」
と
ラ
ー
ナ
ー
氏
は
語
っ
て
い
る
。
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分
の
中
の
気
高
さ
一
に
目
覚
め
さ
せ
る

教
育
」
が
大
切
だ
と
指
摘
す
る
（
小
誌

二
○
○
九
年
十
二
月
号
）
。

「
人
間
の
最
も
内
面
の
部
分
、
そ
れ
を

魂
と
言
っ
て
も
、
別
の
言
葉
で
言
っ
て

も
い
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
Ⅱ
を
向
け
、

人
格
の
根
本
か
ら
子
供
の
行
動
が
変
わ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

そ
の
上
で
、
例
と
し
て
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
水
泳
競
技
で
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し

魂を揺り動かす、あるいは自己の魂の価値に

気づかせる教育が必要ではないか
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世
界
の
教
科
書
で

よ
む
〈
宗
教
〉

日
本
以
外
の
国
で
は
宗
教
は
ど
う
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ト

ル
コ
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
韓
国
の
宗
教
の
教
科
書
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、
多
文
化
・
多
民
族
社

会
の
宗
教
教
育
の
あ
り
方
を
問
う
た
ユ

ニ
ー
ク
な
害
。
教
科
書
の
内
容
や
授
業

を
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
と
と

も
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
を
通
し
て
生

き
た
宗
教
の
姿
を
伝
え
て
お
り
、
世
界

の
諸
宗
教
を
知
る
と
い
う
意
味
で
も
分

か
り
や
す
い
。

日
本
は
宗
教
へ
の
不
信
感
や
偏
見
が

強
く
、
社
会
で
の
存
在
感
が
薄
い
。
教

科
書
の
宗
教
の
扱
い
も
き
わ
め
て
表
面

F

izizFFF
F

I黙
我FHIF唖む

藤
原
聖
子
著
／
筑
摩
書
房
／

七
九
八
円
（
税
込
）

名
古
屋
市
中
区
栄
三
丁
目
二
五
’
四
一

エ
フ
ジ
ー
栄
三
丁
目
ビ
ル
六
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ
○
五
二
（
二
六
四
）
四
○
○
五
（
代
）

藤原聖子'一一 に
今.坐.''一『『K咽．｜

牌 慎 惇

I

些
哩

的
で
頁
数
も
少
な
い
。
一
方
、
本
書
が

取
り
上
げ
る
九
カ
国
の
う
ち
六
カ
国
で

「
宗
教
科
」
の
授
業
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

『
宗
教
』
の
教
科
書
も
あ
る
・
公
立
学
校

で
宗
教
は
必
修
で
あ
っ
た
り
、
宗
教
別

の
分
離
型
授
業
を
行
っ
て
い
る
国
も
あ

る
。
公
教
育
で
特
定
の
宗
教
の
価
値
観

を
教
え
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
日
本

と
は
だ
い
ぶ
違
う
。

日
本
と
違
っ
て
諸
宗
教
が
混
在
す
る

社
会
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
配
慮

し
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
、
「
お
互

い
の
理
解
を
深
め
よ
う
」
と
い
う
観
点

で
宗
教
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
の
が
分

か
る
。

己克

民
族
・
宗
教
の
対
立
が
激
化
塚大

す
る
な
か
、
諸
宗
教
へ
の
正
し

影

い
理
解
と
態
度
が
重
要
に
な
っ
撮

て
く
る
。
世
界
を
知
る
こ
と
は

そ
の
国
の
宗
教
を
知
る
と
い
う

こ
と
。
学
校
で
宗
教
を
き
ち
ん

元
エ

と
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
日
の一

宗

本
の
宗
教
教
育
の
あ
り
方
が
問
東の

い
直
さ
れ
る
。
年新雫認国

前
田
伸
治

Ｔ
Ｅ
Ｌ
○
七
八
（
五
七
六
）
○
七
八
五

コ
一
ｍ
三
・
四
六
－
．
コ
の
三
ｍ
１
①
印
一
＠
コ
・
８
・
一
で
西
垣
秀
樹

En-ichi2012222

〒460

－0008

圭貫

靴
耀
大
橋
の
り
え

板
硝
子
工
事
請
負
・
住
宅
用
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ

湯
浅
硝
子
株
式
会
社

轄
締
癖
湯
浅
正
子

３
１
名
古
屋
市
中
村
区
大
宮
町
一
一
一
’
一
一
六

妬
距
Ｔ
Ｅ
Ｌ
○
五
二
（
四
八
二
）
二
一
一
一
（
代
）

〒
０
Ｆ
Ａ
Ｘ
○
五
一
一
（
四
八
一
一
）
二
一
五
○

株
式
会
社
ゅ
や
ま
画
房

誠
締
潅
湯
山

出
版
・
電
子
出
版
／
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
企
画
・
制
作

ニ
ュ
ー
ズ
デ
ザ
イ
ン
ス
タ
ジ
オ

㈲
日
光
社

L〆一』



平成元

I、皆様の御意見や気づいたことをお’
1寄せ下さい。教育問題に関して､皆’
1様の身の回りでの様々 な出来事や御｜
i意見などを真の家庭運動推進協議会1
1本部までお寄せ下さい｡お寄せいた｜
iだいたものを参考にしながら､皆様と｜
i共によりよい教育環境や家庭づくりに｜
i取り組んでいきたいと考えています。｜
句■－＝－－＝－＝＝＝■■‐■■一口一一一一■■ローーーーーー■■句叩＝－■■■－■｡‐少

埼
玉
県
三
郷
市
で
女
子
中
学
生
が
刃

物
で
切
り
つ
け
ら
れ
た
通
り
魔
事
件
で
、

十
六
歳
の
少
年
が
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
事

件
前
に
同
級
生
に
猫
の
首
を
見
せ
る
な

ど
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
行
動
を
見
せ
て

い
た
少
年
の
犯
罪
が
教
育
関
係
者
に
衝

撃
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
静

岡
市
内
の
次
郎
長
ゆ
か
り
の
神
社
に
放

火
し
た
と
し
て
、
市
内
に
住
む
少
年
三

人
が
逮
捕
さ
れ
る
な
ど
、
少
年
犯
罪
が

「
緋
」
は
最
強
の
防
犯
対
策

ｊ
７
６
５
４
３
２

（

０
０
０
０
０
０
０

続
い
て
い
ま
す
。

法
務
省
の
二
○
一
一
年
版
犯
罪
白
書
に

よ
る
と
、
刑
法
犯
で
検
挙
さ
れ
る
少
年
は

減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
少
年
人
口
に

占
め
る
比
率
は
高
い
水
準
が
続
い
て
い
ま

す
。
ま
た
、
再
犯
の
比
率
が
上
昇
し
続
け

て
い
る
の
も
懸
念
材
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

通
り
魔
事
件
で
逮
捕
さ
れ
た
少
年
が
な
ぜ

異
様
な
行
動
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

同
じ
よ
う
な
事
件
の
防
止
の
た
め
に
も
、
育
つ

iii

23En-ichi20122

5 1015

（平成23年「犯罪白書」から）
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た
環
境
も
含
め
て
詳
細
な
分
析
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

昨
年
の
犯
罪
白
書
は
「
少
年
・
若
年
犯

罪
者
の
実
態
と
再
犯
防
止
」
と
題
し
て
少

年
の
再
犯
防
止
に
焦
点
を
あ
て
、
少
年
鑑

別
所
や
三
十
歳
未
満
の
受
刑
者
を
対
象
に
、

非
行
や
犯
罪
に
対
す
る
意
識
調
査
を
行
っ

た
の
が
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
調

査
で
は
、
七
割
が
「
悪
い
こ
と
を
思
い
と

ど
ま
る
心
の
ブ
レ
ー
キ
」
に
「
家
族
」
を

挙
げ
、
「
警
察
」
（
一
割
）
つ
ま
り
逮
捕
さ

れ
る
こ
と
へ
の
恐
れ
を
大
幅
に
上
回
り
ま

し
た
。人

間
の
良
心
も
道
徳
心
も
、
人
と
の
関

わ
り
、
特
に
家
族
と
の
関
わ
り
の
中
で
育

つ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
人
と
の
緋
が
心
の

ブ
レ
ー
キ
と
な
り
、
そ
れ
が
犯
罪
防
止
に

つ
な
が
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、

こ
れ
か
ら
犯
罪
の
少
な
い
社
会
を
目
指
す

場
合
、
家
庭
や
地
域
社
会
の
中
で
、
少
年

や
若
者
た
ち
が
し
っ
か
り
と
し
た
人
間
関

係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
後

押
し
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
日

本
人
は
家
族
や
地
域
社
会
の
紳
の
大
切
さ

を
学
び
ま
し
た
が
、
犯
罪
防
止
で
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
の
で
す
。
私
た
ち
真
の
家

庭
運
動
推
進
協
議
会
は
新
た
な
一
年
も
、
家

族
や
地
域
の
紳
を
取
り
一
戻
す
と
と
も
に
、
そ

れ
を
さ
ら
に
強
め
る
た
め
に
積
極
的
に
活

動
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

家
庭
は
愛
の
学
校

真
の
家
庭
運
動
推
進
協
議
会

『
ゴ
の
ア
の
①
□
ｇ
碑
－
０
コ
す
『
汁
ゴ
の
刀
「
ロ
ヨ
ロ
峠
－
０
コ
ｏ
命
『
『
匡
の
而
皿
ヨ
三
の
⑩

〒
１
６
０
‐
０
０
２
２
宝
示
都
新
宿
区
新
宿
５
‐
旧
‐
２
成
約
ビ
ル
４
Ｆ

電
話
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
０
Ｆ
Ａ
ｘ
０
３
（
６
４
５
７
）
７
７
６
１
三
ｇ
受
三
三
三
．
ｍ
耳
｛
．
四
・
一
口

毎
月
第
３
日
曜
日
は
「
家
庭
の
白
」
。
｛
癖
榊
議
率
》
認
識
鍔
蝿
鍔
枠
鍔
鐸

Ⅷ
月
第
３
日
曜
日
は
「
家
族
の
日
」
墨
搾
鱗
鐸
識
嘩
窯
雛
舞
鶴
鯉
蕊
髄
一



¥

､発行人渡辺久義
京総大学名鎌教授

〒160-0022

東京都新宿区新宿5-13-2
成約ビル2F

TEL､03(5362)O631
FAX,03(3354)5017
E-mailnews＠en-ichi・org

URLhttpWwww・en-ichi･org

幕末志士の心つかんだ横井小楠／熊本'1
ロ
丈
残

巳
、

国
際
情
勢
を
知
っ
て
開
国
派
に
転
じ
、
大

統
領
制
を
「
禅
譲
」
と
も
評
価
し
た
・
こ

れ
ら
を
世
人
は
「
節
操
な
き
変
節
者
」
と

誹
誘
す
る
が
、
小
楠
は
「
昨
日
の
非
を

認
め
る
の
が
学
問
、
日
々
改
め
ざ
る
は

進
歩
な
し
」
と
反
論
。
龍
馬
の
言
葉
で

有
名
な
「
日
本
を
洗
濯
致
し
…
」
こ
そ
、

じ
つ
は
小
楠
の
口
癖
だ
っ
た
。

熊
本
で
の
評
価
に
反
し
越
前
藩
で
は

賓
師
と
し
て
重
用
。
前
藩
主
松
平
春
犠

が
徳
川
慶
喜
を
補
佐
し
政
事
総
裁
職
に

な
る
と
、
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
江
戸
で
活

躍
。
酒
宴
中
の
士
道
忘
却
事
件
に
よ
り
、

士
席
、
知
行
剥
奪
の
後
も
新
政
府
に
請

わ
れ
て
「
参
与
」
を
拝
命
（
明
治
元
年
）
。

岩
倉
具
視
の
信
任
は
絶
大
で
、
浪
士

か
ら
大
臣
へ
の
破
格
の
大
抜
擢
で
あ
っ

た
。
だ
が
翌
明
治
二
年
正
月
、
京
都
で

暗
殺
さ
れ
る
。
享
年
六
十
一
・
小
楠
は

京
都
同
志
社
と
も
縁
が
深
く
、
長
男
時

雄
は
第
三
代
総
長
、
娘
み
や
子
の
夫
は

第
八
代
総
長
の
海
老
名
弾
正
で
あ
る
。
回
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熊
本
市
東
部
の
沼
山
津
に
横
井
小
楠

（
一
八
○
九
～
一
八
六
九
）
の
邸
宅
兼
私

塾
「
四
時
軒
」
は
あ
る
。
か
の
勝
海
舟

が
「
氷
川
情
話
」
で
「
お
れ
は
今
ま
で

天
下
で
恐
ろ
し
い
も
の
を
二
人
み
た
。
そ

れ
は
横
井
小
楠
と
西
郷
南
洲
だ
」
と
書

い
て
い
る
。
坂
本
龍
馬
も
「
俺
の
師
は

勝
海
舟
。
勝
先
生
の
師
は
横
井
小
楠
」
と

語
っ
た
。
吉
田
松
陰
も
小
楠
と
の
面
会

後
「
萩
に
て
藩
士
達
に
ご
指
導
を
願
い

た
く
…
」
と
手
紙
を
書
く
。

何
が
幕
末
の
ヒ
ー
ロ
ー
達
の
心
を
つ

か
ん
だ
の
か
？

小
楠
は
肥
後
藩
の
中
流
武
士
の
出
身
。

八
歳
で
藩
校
時
習
館
入
学
後
、
三
十
一

歳
で
江
戸
に
遊
学
し
碩
学
達
と
交
流
。
翌

年
、
酒
で
失
敗
し
帰
藩
。
後
に
「
学
問

を
字
句
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
現
実
に

根
ざ
し
民
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め

に
用
い
る
べ
き
」
と
の
考
え
（
実
学
党
）

で
私
塾
を
開
く
。

彼
は
、
熱
心
な
撰
夷
論
者
か
ら
時
の

2012

no,261


